
『源
氏
物
語
』
「
夕
顔
」
の
巻
の
一
つ
の
会
話
文
に
つ
い
て

室

城

秀

之

　

こ
れ
ま
で
、
物
語
の
会
話
文
の
認
定
の
問
題
に
関
し
て
、
い
く
つ
か
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1

さ
さ
や
か
な
論
を
発
表
し
て
き
た
。
現
代
の
小
説
の
よ
う
に
、
作
者
自
身

が
会
話
文
の
範
囲
を
「
」
な
ど
で
示
す
こ
と
の
な
い
古
代
の
物
語
（
物

語
に

限

る
こ
と
で
は
な
い
が
）
に
お
い
て
、
会
話
文
の
認
定
は
、
結
局
、

私
た
ち
が
作
品
を
ど
う
読
む
の
か
と
い
う
、
読
む
者
の
判
断
（
解
釈
）
に

託

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
分
自
身
も
注
釈
書
を
作
る
立
場

に

あ
り
な
が
ら
、
授
業
で
は
、
注
釈
書
に
読
ま
さ
れ
る
な
と
い
う
こ
と
を
、

（学
生
に

は

ほ

と
ん
ど
理
解
し
て
も
ら
え
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
自

覚
し
つ
つ
も
）
口
が
す
っ
ぱ
く
な
る
ほ
ど
に
言
っ
て
き
た
。
写
本
で
読
む

こ
と
を
課
し
な
が
ら
、
結
局
は
諸
注
釈
書
に
引
き
ず
ら
れ
な
が
ら
読
む
結

果
に
な
る
こ
と
が
多
い
が
、
会
話
文
に
「
」
が
付
さ
れ
て
い
る
注
釈
書

を
テ
キ
ス
ト
に
す
る
場
合
で
も
、
せ
め
て
、
こ
の
会
話
文
の
範
囲
の
認
定

で

い

い
の
か
と
い
う
意
識
を
常
に
も
っ
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
2

　
長
く
、
「
源
氏
物
語
」
の
大
辞
典
の
編
集
に
携
わ
っ
て
き
て
、
辞
典
の

用
例

に
、
会
話
文
の
場
合
は
［
誰
の
、
誰
へ
の
発
言
］
、
心
内
文
の
場
合

は

［誰
の
心
内
］
と
明
記
す
る
必
要
か
ら
、
一
時
期
、
「
源
氏
物
語
」
の

会
話
文
の
現
行
注
釈
書
の
認
定
を
そ
の
ま
ま
認
め
て
い
い
の
か
と
い
う
テ

ー
マ
を
自
分
自
身
に
課
し
て
、
数
ヶ
月
、
「
源
氏
物
語
」
全
巻
を
通
し
て

目
を
通
し
た
。
そ
の
結
果
、
会
話
文
の
認
定
に
関
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
注

釈
書
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
箇
所
を
見
つ
け
る
こ
と

が
で
き
た
。
そ
の
一
つ
、
「
玉
鍵
」
の
巻
の
会
話
文
に
関
し
て
は
、
本
来

は

「落
窪
物
語
」
に
関
す
る
論
文
で
は
あ
っ
た
が
、
物
語
の
会
話
文
の
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ヨ

定
の
問
題
の
例
と
し
て
報
告
し
た
。

　
今
回
は
、
ま
だ
報
告
し
て
い
な
い
、
「
夕
顔
」
の
巻
の
一
つ
の
会
話
文

に
つ
い
て
、
簡
単
に
書
く
こ
と
に
す
る
。

二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
み
つ

　
問
題
と
す
る
箇
所
は
、
「
夕
顔
」
の
巻
の
、
光
源
氏
と
惟
光
の
会
話
部

分
な
の
だ
が
、
そ
の
少
し
前
か
ら
、
物
語
の
文
脈
を
追
っ
て
み
た
い
。

　
光
源
氏

は
、
八
月
十
五
日
の
夜
、
夕
顔
の
も
と
を
訪
れ
、
明
け
方
近
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
の
と

に
な
っ
て
、
何
が
し
の
院
に
連
れ
出
す
。
供
を
し
た
の
は
、
夕
顔
の
乳
母

ご子
の
右
近
だ
け
だ
っ
た
。
十
六
日
の
日
が
高
く
な
っ
て
か
ら
起
き
た
光
源

氏

は
、
そ
の
日
は
、
夕
顔
と
と
も
に
過
ご
す
。
光
源
氏
の
乳
母
子
の
惟
光

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
だ
も
の

も
、
光
源
氏
が
何
が
し
の
院
を
訪
れ
た
こ
と
を
知
っ
て
、
果
物
な
ど
の
世
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話
を
し
た
が
、
そ
の
後
は
、
何
が
し
の
院
を
去
っ
て
い
た
。
そ
の
日
の
宵

が
過
ぎ
る
頃
、
光
源
氏
が
夕
顔
と
寝
て
い
た
時
、
夢
で
、
枕
も
と
に
「
い

と
を
か
し
げ
な
る
女
」
が
現
れ
、
「
お
の
が
い
と
め
で
た
し
と
見
奉
る
を

ば
尋
ね
思
ほ
さ
で
、
か
く
こ
と
な
る
こ
と
な
き
人
を
率
て
お
は
し
て
時
め

か

し
給
ふ
こ
そ
、
い
と
め
ざ
ま
し
く
つ
ら
け
れ
」
と
言
う
。
必
ず
し
も
解

釈
が
定
ま
っ
て
い
な
い
部
分
だ
が
、
今
は
そ
れ
に
ふ
れ
な
い
。
目
を
覚
ま

　
　
　
　
　
　
　
ま
　
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
　
ち

し
た
光
源
氏
は
、
魔
除
け
の
た
め
に
太
刀
を
抜
き
、
右
近
を
起
こ
す
。
光

源
氏
は
、
西
の
妻
戸
に
出
て
、
何
が
し
の
院
の
預
か
り
の
子
を
呼
び
寄
せ
、

惟
光
が
ど
こ
に
い
る
の
か
を
問
う
。
惟
光
は
、
暁
に
迎
え
に
来
る
つ
も
り

で
、
一
旦
、
病
に
臥
せ
っ
て
い
る
母
大
弐
の
乳
母
の
も
と
に
帰
っ
て
い
た

の
だ

っ

た
。
光
源
氏
が
ふ
た
た
び
夕
顔
の
も
と
に
戻
っ
た
時
に
は
、
夕
顔

は

す
で
に
息
絶
え
て
い
た
。
光
源
氏
は
、
再
度
預
か
り
の
子
を
呼
び
寄
せ
、

惟
光
と
兄
の
阿
闇
梨
を
呼
ん
で
来
る
よ
う
に
命
じ
る
。
そ
の
う
ち
に
、
次

第
に
夜
明
け
が
近
づ
い
て
き
て
い
た
。

　
や
っ

と
の
こ
と
で
、
惟
光
が
参
上
し
た
。
息
絶
え
た
夕
顔
を
、
一
人
気

丈
に
抱
き
か
か
え
て
い
た
光
源
氏
は
、
緊
張
が
解
け
て
ほ
っ
と
し
て
、
夕

顔

を
失
っ
た
悲
し
み
を
あ
ら
た
に
し
、
激
し
く
泣
く
。
し
ば
ら
く
し
て
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
4

を
静
め
て
か
ら
、
光
源
氏
は
、
惟
光
に
語
り
だ
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぷ
ま

　
　
　
や
や
た

め

ら
ひ
て
、
「
こ
こ
に
、
い
と
あ
や
し
き
こ
と
の
あ
る
を
、

　
　

あ
さ
ま
し
と
言
ふ
に
も
あ
ま
り
て
な
む
あ
る
。
か
か
る
、
と
み
の
こ

　
　
　
　
　
　
ず
き
や
う

　
　

と
に
は
、
諦
経
な
ど
を
こ
そ
は
す
な
れ
と
て
、
そ
の
こ
と
ど
も
も
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
ざ
　
り

　
　
さ
せ
む
、
願
な
ど
も
立
て
さ
せ
む
と
て
、
阿
闇
梨
も
の
せ
よ
と
言
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
た

　
　
つ

る
は
」
と
の
た
ま
ふ
に
、
「
昨
日
、
山
へ
｝
に
け
り
。

　
　
ま
つ
、
い
と
め
づ
ら
か
な
る
こ
と
に
も
劉
か
な
。
か
ね
て
例
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
お
ズ

　
　
ず
御
心
地
も
の
せ
さ
せ
給
ふ
こ
と
や
闇
つ
ら
む
」
「
さ
る
こ
と
も

　
　
な
か
り
つ
」
と
て
泣
き
給
ふ
さ
ま
、
い
と
を
か
し
げ
に
ら
う
た
く
、

　
　
見
奉
る
人
も
、
い
と
悲
し
く
て
、
お
の
れ
も
、
よ
よ
と
泣
き
ぬ
。

「
こ
こ
に
、
い
と
あ
や
し
き
こ
と
の
あ
る
を
」
以
下
は
、
光
源
氏
の
発
言

で
あ
る
。
「
い
と
あ
や
し
き
こ
と
」
と
は
、
夕
顔
が
突
然
に
死
ん
だ
こ
と

を
い
う
。
そ
の
た
め
に
請
経
を
さ
せ
、
願
な
ど
も
立
て
さ
せ
よ
う
と
思
っ

て
、
惟
光
の
兄
の
阿
闇
梨
に
来
て
く
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
院
の
預
か
り
の

子
に

言
っ
て
お
い
た
の
だ
が
ど
う
な
っ
た
の
か
と
、
一
人
で
参
上
し
た
惟

光
に
問
う
。
「
こ
こ
に
…
…
」
の
部
分
に
、
大
島
本
は
、
「
源
ノ
惟
二
御
詞
」

と
傍
記
を
付
し
て
い
る
。
こ
の
光
源
氏
の
問
い
に
、
惟
光
は
、
阿
閨
梨
は
、

昨
日
す
で
に
比
叡
山
に
戻
っ
た
た
め
に
一
緒
に
連
れ
て
来
ら
れ
な
か
っ
た

と
答
え
、
夕
顔
の
突
然
の
死
に
驚
き
、
以
前
か
ら
気
分
が
悪
か
っ
た
の
か

と
尋
ね
る
。
「
昨
日
…
…
」
の
部
分
に
、
大
島
本
は
、
「
惟
光
力
詞
」
と
傍

記
を
付
し
て
い
る
。
こ
の
惟
光
の
発
言
は
、
「
と
申
せ
ば
」
の
よ
う
な
地

の

文
が
な
い
ま
ま
、
光
源
氏
の
「
さ
る
こ
と
も
な
か
り
つ
」
と
い
う
発
言

に
切
り
替
わ
る
。
「
さ
る
こ
と
も
…
…
」
の
部
分
に
、
大
島
本
は
、
「
源
ノ

御
詞
」
と
傍
記
を
付
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
と
申
せ
ば
」
の
よ
う

な
地
の
文
が
な
い
ま
ま
発
言
者
が
切
り
替
わ
る
こ
と
を
読
み
と
る
こ
と
は
、

写
本
を
読
む
時
に
は
か
な
り
な
困
難
を
と
も
な
う
が
、
こ
の
よ
う
な
傍
記

に

導
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
正
し
く
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ

で
、
惟
光
の
発
言
か
ら
光
源
氏
の
発
言
に
切
り
替
わ
る
こ
と
は
、
前
の
光

源
氏
の
発
言
が
「
と
の
た
ま
ふ
に
」
と
、
主
体
敬
語
で
受
け
ら
れ
、
そ
の

後
の
発
言
が
「
と
て
泣
き
給
ふ
さ
ま
」
と
、
同
じ
く
主
体
敬
語
で
受
け
ら

れ
て

い

る
不
自
然
さ
と
同
時
に
、
惟
光
の
発
言
の
一
文
一
文
に
あ
っ
た
「
ま

割
に
け
り
」
「
園
か
な
」
「
樹
別
つ
ら
む
」
と
い
う
対
者
敬
語
が
、

「
さ
る
こ
と
も
な
か
り
つ
」
の
部
分
に
は
な
い
こ
と
か
ら
判
断
さ
れ
た
注
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釈
的
な
読
み
に
よ
る
の
で
あ
る
。

　
こ

れ
ま
で
幾
度
か
発
言
し
て
き
た
こ
と
だ
が
、
作
者
自
身
が
会
話
文
の

範
囲
を
「
　
」
を
付
す
こ
と
に
よ
っ
て
示
す
現
代
の
小
説
と
は
違
っ
て
、

古
典
文
学
の
会
話
文
の
範
囲
の
認
定
は
、
こ
の
大
島
本
の
傍
記
の
よ
う
な

注
釈
的
な
読
み
に
さ
さ
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て
感
じ
ざ
る

を
得
な
い
。

三

　

本
稿
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
こ
の
後
の
会
話
文
な
の
だ
が
、
こ
こ
ま

で
確
認

し
て
き
た
敬
語
の
問
題
に
つ
い
て
、
少
し
後
の
部
分
の
会
話
文
を

見
て
お
き
た
い
。

　

惟
光
の
進
言
に
従
っ
て
、
何
が
し
の
院
を
出
る
こ
と
を
決
意
し
た
光
源

氏

は
、
夕
顔
の
遺
骸
の
処
置
に
心
を
悩
ま
せ
る
。

　
　
ぬ
ぷ
ス

　
　
　
「
さ
て
、
こ
れ
よ
り
人
少
な
な
る
所
は
、
い
か
で
か
あ
ら
む
」
と

　
　
の

た
ま
ふ
。
弍
け
に
、
さ
ぞ
笥
む
。
か
の
古
里
は
、
女
房
な
ど
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
が

　
　
悲

し
び
に
堪
へ
ず
泣
き
惑
ひ
笥
む
に
、
隣
繁
く
、
答
む
る
里
人
多

　
　
く
笥
む
に
、
お
の
つ
か
ら
聞
こ
え
闇
む
を
、
山
寺
こ
そ
、
な
ほ
、

　
　
か
や
う
の
こ
と
お
の
つ
か
ら
行
き
交
じ
り
、
物
紛
る
る
こ
と
笥
め
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
た

　
　
と
思
ひ
ま
は
し
て
、
「
昔
見
剰
し
女
房
の
、
尼
に
て
碧
、
東
山

　
　
　
へ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
の
と

　
　
の
辺

に
移
し
奉
ら
む
。
惟
光
が
父
の
朝
臣
の
乳
母
に
¶
し
者
の
、

　
　
み

つ

は
ぐ
み
て
住
み
劉
な
り
。
あ
た
り
は
人
繁
き
や
う
に
闇
網
ど
、

　
　

い

と
か
こ
か
に
侍
り
」
と
聞
こ
え
て
、
明
け
離
る
る
ほ
ど
の
紛
れ
に
、

　
　
御
車
寄
す
。

「
さ
て
、
こ
れ
よ
り
は
」
の
部
分
に
大
島
本
に
は
傍
記
が
な
い
が
、
こ
れ

は
、
光
源
氏
の
発
言
で
あ
る
こ
と
が
明
瞭
だ
か
ら
か
。
夕
顔
の
遺
骸
を
こ

の

ま
ま
に
し
て
は
お
け
な
い
と
思
っ
た
光
源
氏
は
、
こ
の
何
が
し
の
院
以

上
に

「人
少
な
」
な
所
に
移
し
た
い
と
考
え
て
、
惟
光
に
問
う
。
惟
光
は
、

夕
顔
が
い
た
宿
に
返
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
「
思
ひ
ま
は
」
す
。
こ
の

部
分
が
、
「
と
思
ひ
ま
は
し
て
」
と
あ
っ
て
も
、
心
内
文
で
は
な
く
、
光

源
氏
へ
の
発
言
で
あ
る
こ
と
は
、
対
者
敬
語
「
さ
ぞ
笥
む
」
「
泣
き
惑

ひ倒
む
に
」
「
多
く
闇
む
に
」
「
聞
こ
え
笥
む
を
」
「
笥
め
」
が

あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
大
島
本
も
、
「
げ
に
」
の
部
分
に
、
「
惟

力
詞
」
と
傍
記
を
付
し
て
い
る
。
惟
光
は
、
光
源
氏
に
、
昔
会
っ
た
こ
と

の
あ
る
女
房
が
尼
と
な
っ
て
い
る
東
山
に
夕
顔
の
遺
骸
を
移
す
こ
と
を
提

案
す

る
。
そ
こ
に
は
、
惟
光
の
父
の
老
乳
母
が
住
ん
で
い
て
、
人
家
は
多

い
が
、
ひ
っ
そ
り
と
し
た
も
の
静
か
な
所
だ
と
い
う
。
こ
の
発
言
に
は
、

大
島
本
の
傍
記
は
な
い
。
こ
の
惟
光
の
発
言
に
も
、
「
見
剰
し
女
房
」
「
尼

に
て
笥
」
「
乳
母
に
倒
し
者
」
「
住
み
闇
な
り
」
「
人
繁
き
や
う
に

創
ど
」
「
い
と
か
こ
か
に
¶
」
と
、
対
者
敬
語
が
頻
出
す
る
。
惟
光

の

こ
の
二
つ
の
発
言
の
五
つ
の
文
に
は
、
実
に
、
十
一
の
対
者
敬
語
が
用

い
ら
れ
て
い
る
。

　
夕
顔
の
遺
骸
は
上
莚
に
く
る
ま
れ
て
、
車
に
乗
せ
ら
れ
て
東
山
に
送
ら

れ
た
。
こ
の
車
に
は
右
近
も
同
乗
し
、
惟
光
は
歩
い
て
車
に
つ
い
て
行
っ

た
。
光
源
氏
は
、
「
は
や
、
御
馬
に
て
、
二
条
の
院
へ
お
は
し
ま
さ
む
、

人
騒
が
し
く
な
り
倒
ぬ
ほ
ど
に
」
と
言
わ
れ
て
、
惟
光
の
馬
に
乗
っ

て
、
二
条
の
院
に
帰
っ
て
行
っ
た
。

四

　
本
稿
で
問
題
に
し
た
い
部
分
に
戻
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
二
つ
の

場
面
に
挟
ま
れ
た
部
分
で
あ
る
。
新
日
本
古
典
文
学
大
系
の
本
文
を
あ
げ
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て

み
る
。

　
　
　
　
い
　
　
　
　
　
と
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
の
な
か
ソ

　
　
　
さ
言
へ
ど
、
年
う
ち
ね
び
、
世
中
の
と
あ
る
事
と
し
ほ
じ
み
ぬ
る

　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
た
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
か

　
　
人

こ
そ
も
の
の
お
り
ふ
し
は
頼
も
し
か
り
け
れ
、
い
つ
れ
も
く
若

　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
　
　
　
か
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
り
　
　
　
　
　
　
き

　
　
き
ど
ち
に
て
、
言
は
む
方
も
な
け
れ
ど
、
「
こ
の
院
守
な
ど
に
聞
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
び
む

　
　
せ
む
こ
と
は
い
と
便
な
か
る
べ
し
。
こ
の
人
ひ
と
り
こ
そ
む
つ
ま
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
　
　
も

　
　
く
も
あ
ら
め
、
を
の
つ
か
ら
も
の
言
ひ
漏
ら
し
つ
べ
き
く
ゑ
ぞ
く
も

　
　
た
ち
ま
じ
り
た
ら
む
。
ま
つ
こ
の
院
を
出
で
お
は
し
ま
し
ね
」
と
言

　
　
ふ
。

「
こ
の
院
守
な
ど
に
…
…
」
の
部
分
に
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
は
、
「
惟

光
の
言
。
評
判
が
立
つ
こ
と
を
恐
れ
る
。
」
と
注
を
つ
け
て
い
る
。
こ
の

部
分
を
惟
光
の
発
言
と
解
す
る
の
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
を
は
じ

め
、
諸
注
釈
書
が
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
は
、
「
こ

の

人
ひ

と
り
こ
そ
む
つ
ま
し
く
も
あ
ら
め
」
の
部
分
に
、
「
源
氏
と
親
密

な
仲
だ
か
ら
秘
密
を
守
る
だ
ろ
う
、
の
意
。
惟
光
は
緊
急
事
態
と
知
る
や
、

て

き
ぱ
き
と
対
処
の
手
段
を
講
じ
始
め
る
。
」
と
注
を
つ
け
て
い
る
。
こ

の
部
分
に
は
、
発
言
者
を
示
す
大
島
本
の
傍
記
は
な
い
が
、
た
と
え
ば
、
『
眠

江
入
楚
」
が
「
こ
の
人
ひ
と
り
こ
そ
む
つ
ま
し
く
も
あ
ら
め
」
の
部
分
に
、

「此
院
守
ひ
と
り
は
し
た
し
け
れ
と
も
下
々
の
物
い
ひ
も
ら
す
へ
け
れ
は

か
く
さ
ん
と
惟
光
の
申
也
」
と
注
を
つ
け
て
い
る
よ
う
に
、
長
い
注
釈
史

の

読
み
に
さ
さ
え
ら
れ
た
解
釈
な
の
だ
ろ
う
。
で
も
、
な
ぜ
こ
の
惟
光
の

発
言
に

は
、
こ
の
場
面
の
前
後
で
あ
れ
ほ
ど
頻
出
し
て
い
た
対
者
敬
語
が

一
つ
も
見
え
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
の
注
釈
書
は
、
そ
の
こ
と
に

疑
問
を
も
た
な
か
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
疑
問
を
も
ち
な
が
ら
も
不
問

に
付
し
た
の
か
。

　
あ
ら
た
め
て
、
こ
の
発
言
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
発
言
の
最
後
は
、

　
　
「
…
…
。
ま
つ
こ
の
院
を
出
で
お
は
し
ま
し
ね
」
と
言
ふ
。

と
あ
る
。
「
と
言
ふ
」
と
あ
る
の
だ
か
ら
、
最
後
が
惟
光
の
発
言
で
あ
る

こ
と
は
動
か
な
い
。
「
ま
つ
こ
の
院
を
出
で
お
は
し
ま
し
ね
」
の
部
分
も
、

主
体
敬
語
「
お
は
し
ま
す
」
と
助
動
詞
「
ぬ
」
の
命
令
形
が
あ
る
の
だ
か

ら
、
惟
光
が
光
源
氏
に
発
言
し
た
も
の
で
あ
る
。
問
題
は
、

　
　

こ
の
院
守
な
ど
に
聞
か
せ
む
こ
と
は
い
と
便
な
か
る
べ
し
。
こ
の
人

　
　

ひ
と
り
こ
そ
む
つ
ま
し
く
も
あ
ら
め
、
を
の
つ
か
ら
も
の
言
ひ
漏
ら

　
　
し
つ
べ
き
く
ゑ
ぞ
く
も
た
ち
ま
じ
り
た
ら
む
。

の

部
分
で
あ
る
。
こ
の
部
分
も
、
惟
光
の
光
源
氏
へ
の
発
言
な
ら
ば
、
対

者
敬
語
を
用
い
て
、

　
　

こ
の
院
守
な
ど
に
聞
か
せ
む
こ
と
は
い
と
便
な
く
園
べ
し
。
こ
の

　
　
人
ひ

と
り
こ
そ
む
つ
ま
し
く
も
倒
め
、
を
の
つ
か
ら
も
の
言
ひ
漏

　
　
ら
し
つ
べ
き
く
ゑ
ぞ
く
も
た
ち
ま
じ
り
て
笥
む
。

と
な
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

　

こ
の
部
分
に
対
者
敬
語
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
が
惟
光
の
光
源

氏
へ
の
発
言
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
惟
光
の
光
源
氏
へ
の
発
言

で

は
な
い
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
、
惟
光
の
心
内
文
と
解
す
る
こ
と
は
可
能

だ
。
惟
光
は
、
こ
の
事
態
を
院
守
が
耳
に
し
た
ら
ま
ず
い
、
こ
の
院
守
一

人
な
ら
、
親
し
い
か
ら
な
ん
と
か
な
っ
て
も
、
身
内
の
者
が
人
に
漏
ら
す

か

も
し
れ
な
い
と
考
え
て
、
光
源
氏
に
、
「
ま
つ
こ
の
院
を
出
で
お
は
し

ま
し
ね
」
と
提
案
し
た
と
読
む
こ
と
に
な
る
。
心
内
文
か
ら
会
話
文
へ
と

切
り
替
わ
る
こ
と
も
、
物
語
の
表
現
と
し
て
あ
っ
て
も
い
い
と
思
う
が
、

こ
の
緊
迫
し
た
場
面
で
、
惟
光
の
心
内
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
不
自
然
な
感

が
い
な
め
な
い
。

　
い
ま
一
つ
の
解
釈
は
、
こ
の
部
分
を
惟
光
の
発
言
で
は
な
く
、
光
源
氏
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の

発
言

と
し
て
読
む
こ
と
で
あ
る
。
「
と
の
た
ま
へ
ば
」
の
よ
う
な
地
の

文
が
な
い
ま
ま
発
言
者
が
切
り
替
わ
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
確

認
し
た
。
こ
の
会
話
文
の
前
に
は
、
「
さ
言
へ
ど
、
年
う
ち
ね
び
、
世
中

の

と
あ
る
事
と
し
ほ
じ
み
ぬ
る
人
こ
そ
も
の
の
お
り
ふ
し
は
頼
も
し
か
り

け
れ
、
い
つ
れ
も
く
若
き
ど
ち
に
て
、
言
は
む
方
も
な
け
れ
ど
」
と
あ

る
。
「
い
つ
れ
も
く
若
き
ど
ち
に
て
」
ど
は
、
光
源
氏
と
惟
光
の
二
人

の

こ
と
を
い
う
。
だ
か
ら
、
こ
の
後
の
発
言
が
惟
光
の
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
理
由
は
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
後
の
発
言
が
光
源
氏
の

も
の
で
あ
る
こ
と
を
妨
げ
る
理
由
は
な
い
。
こ
の
院
守
は
、
前
に
、
「
む

　
　
　
　
し
も
げ
い
し

つ
ま
し
き
下
家
司
に
て
、
殿
に
も
仕
う
ま
つ
る
者
な
り
け
れ
ば
」
と
紹
介

さ
れ
て
い
た
。
光
源
氏
は
、
こ
の
親
し
い
院
守
の
身
内
の
者
か
ら
、
今
回

の
事
態
が
世
間
に
漏
れ
る
こ
と
を
心
配
す
る
。
こ
れ
は
、
惟
光
に
発
し
た

泣
き
言
で
は
な
い
の
か
。
そ
れ
を
聞
い
た
惟
光
は
、
こ
の
口
を
さ
え
ぎ
る

よ
う
に
、
「
ま
つ
こ
の
院
を
出
で
お
は
し
ま
し
ね
」
と
言
っ
た
の
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。
今
、
こ
の
緊
急
の
事
態
を
回
避
す
る
た
め
に
は
、
光
源
氏

を
一
刻
も
早
く
こ
の
場
か
ら
立
ち
去
ら
せ
、
自
分
が
責
任
を
も
っ
て
遺
骸

を
隠
す
こ
と
だ
と
判
断
し
て
の
発
言
だ
ろ
う
。
自
分
が
ど
う
し
た
ら
い
い

の

か

判
断
で
き
ず
に
泣
き
言
を
言
う
光
源
氏
と
、
光
源
氏
の
身
に
害
が
及

ば
な
い
よ
う
に
と
っ
さ
に
判
断
す
る
惟
光
。
こ
の
主
従
の
関
係
を
描
い
た

の

が
、
こ
の
会
話
文
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
あ
ら
た
め
て
、
こ
の
部
分
の
本
文
を
作
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

　
　
　
さ
言
へ
ど
、
歳
う
ち
ね
び
、
世
の
中
の
と
あ
る
こ
と
と
し
ほ
じ
み

　
　
ぬ

る
人
こ
そ
、
物
の
折
節
は
頼
も
し
か
り
け
れ
、
い
つ
れ
も
い
つ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぷ
ズ

　
　
も
若
き
ど
ち
に
て
、
言
は
む
方
も
な
け
れ
ど
、
「
こ
の
院
守
な
ど
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
び
ん

　
　
聞
か
せ
む
こ
と
は
、
い
と
便
な
か
る
べ
し
。
こ
の
人
一
人
こ
そ
む
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ゑ
ぞ
く

ま
し
く
も
あ
ら
め
、
お
の
つ
か
ら
物
言
ひ
漏
ら
し
つ
べ
き
春
属
も
立

　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ

ち
交
じ
り
た
ら
む
」
「
ま
つ
、
こ
の
院
を
出
で
お
は
し
ま
し
ね
」
と

言
ふ
。

五

　
古
典
文
学
に
お
け
る
会
話
文
の
認
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
注
釈
史

に
さ
さ
え
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
注
釈
史
に
よ
る
読
み
が
万
全
で
あ

る
と
い
う
保
証
な
ど
何
も
な
い
。
私
た
ち
は
、
注
釈
史
を
尊
重
し
な
が
ら

も
、
注
釈
史
に
よ
っ
て
読
ま
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
虚
心
に
本
文
に
向
か

う
姿
勢
を
常
に
も
ち
続
け
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

注
1234

「
〈イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
〉
写
本
へ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ク
」
（
「
物

語
研
究
」
2
　
二
〇
〇
二
年
三
月
）
、
「
新
版
　
落
窪
物
語
』
（
角

川
書
店
　
二
〇
〇
四
年
二
月
）
解
説
、
「
地
券
の
ゆ
く
え
ー
「
落

窪
物
語
」
の
会
話
文
1
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
　
二
〇
〇
五
年

五
月
）
。

「源
氏
物
語
」
の
大
辞
典
に
携
わ
っ
た
成
果
の
一
つ
と
し
て
、
「
源

氏

物
語
大
辞
典
」
編
集
委
員
会
編
「
源
氏
物
語
入
門
』

（二
〇
〇

八
年
七
月
　
角
川
書
店
）
を
刊
行
し
た
。

注

1
の
「
地
券
の
ゆ
く
え
ー
「
落
窪
物
語
』
の
会
話
文
ー
」
。
『
落

窪
物
語
」
に
お
け
る
会
話
文
の
認
定
の
問
題
は
、
単
に
技
術
的

な
も
の
で
は
な
く
、
物
語
に
お
け
る
地
券
の
授
与
の
問
題
に
関

わ
る
大
き
な
問
題
で
あ
る
。

「源
氏
物
語
」
の
本
文
の
引
用
は
、
大
島
本
の
影
印
（
角
川
書
店
）

に
よ
り
、
私
に
、
本
文
を
立
て
た
。
こ
の
本
文
も
、
「
源
氏
物
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語
大
辞
典
」
編
集
委
員
会
に
お
い
て
、

も
の
で
あ
る
。

討
議
を
重
ね
て
立
て
た

（本
学
教
授
）
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